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本
書
の
概
要

　

本
書
は
一
七
年
間
に
わ
た
っ
て
『
新
横
須
賀
市
史
』
の
編
纂
に
携
わ
っ

て
き
た
著
者
に
よ
る
〈
軍
港
都
市
〉
と
し
て
の
横
須
賀
の
通
史
で
あ
る
。

本
書
の
目
次
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
「
横
須
賀
ス
ト
ー
リ
ー
」
─
プ
ロ
ロ
ー
グ

　
　

軍
港
横
須
賀
の
誕
生　

寒
村
か
ら
軍
港
へ

　
　

 

対
外
戦
争
と
軍
港
の
人
び
と　

日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
か
ら
関
東
大

震
災
ま
で

　
　

横
須
賀
軍
港
の
完
成
と
太
平
洋
戦
争
開
戦

　
　

敗
戦
と
軍
港
の
戦
後　

戦
後
横
須
賀
の
原
点

　
　

海
軍
の
遺
し
た
も
の
─
エ
ピ
ロ
ー
グ

　

本
書
で
描
か
れ
る
の
は
、「
近
代
海
軍
建
設
、
そ
し
て
戦
争
、
敗
戦
へ

と
至
る
過
程
で
、
一
寒
村
か
ら
一
大
軍
港
都
市
へ
と
成
長
し
た
横
須
賀
の

軍
港
市
民
と
海
陸
軍
が
い
か
に
共
生
し
て
き
た
の
か
、
地
域
の
な
か
に
存

在
す
る
軍
隊
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
海
軍
や
陸
軍

の
「
恩
恵
」
を
被
り
つ
つ
も
、
内
な
る
矛
盾
と
葛
藤
し
な
が
ら
軍
港
都
市

と
し
て
発
展
を
続
け
、
敗
戦
で
何
も
か
も
失
っ
て
い
く
姿
」（「
横
須
賀
ス

ト
ー
リ
ー
」）
で
あ
る
。
以
下
、
章
立
て
に
し
た
が
っ
て
内
容
を
簡
単
に

紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　
「
軍
港
横
須
賀
の
誕
生
」
で
は
、
横
須
賀
に
軍
港
が
設
置
さ
れ
、
そ
の

建
設
が
進
ん
で
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
。
ペ
リ
ー
艦
隊
の
浦
賀
へ
の
来
航

を
き
っ
か
け
に
海
軍
整
備
に
動
き
出
し
た
江
戸
幕
府
は
フ
ラ
ン
ス
の
援
助

に
よ
り
造
船
所
（
製
鉄
所
）
を
つ
く
る
こ
と
を
決
め
、
そ
の
建
設
地
に
横

須
賀
を
選
ん
だ
。
明
治
維
新
後
、
造
船
所
は
新
政
府
に
引
き
渡
さ
れ
、
建

設
が
続
け
ら
れ
た
。
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
に
は
横
須
賀
に
鎮
守
府

が
置
か
れ
、
軍
港
化
も
進
む
。
都
市
形
成
も
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
「
対
外
戦
争
と
軍
港
の
人
び
と
」
で
は
、
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
へ
の

横
須
賀
市
民
の
対
応
、
日
露
戦
後
の
海
軍
軍
拡
・
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

国
際
的
な
海
軍
軍
縮
の
影
響
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
被
害
と
震
災
下
の
軍

隊
の
救
援
活
動
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
震
災
時
に
お
け
る
貢
献
に
よ

〔
書
評
〕

高
村
聰
史
著

『〈
軍
港
都
市
〉横
須
賀　

軍
隊
と
共
生
す
る
街
』

土
田
宏
成



〈軍港都市〉横須賀　軍隊と共生する街─ 41 ─

り
、
海
軍
の
横
須
賀
市
に
対
す
る
影
響
力
が
高
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
「
横
須
賀
軍
港
の
完
成
と
太
平
洋
戦
争
開
戦
」
で
は
、
関
東
大
震
災
の

画
期
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
街
づ
く
り
に
お
い
て
震
災
が
画
期
と
な
る
こ
と

は
、
南
関
東
地
域
に
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
が
、
横
須
賀
で
は
、
復
興
過

程
で
市
が
都
市
計
画
を
実
施
し
た
だ
け
で
な
く
、
海
軍
が
民
有
地
と
海
軍

用
地
の
大
規
模
な
交
換
に
よ
る
基
地
の
整
理
を
行
っ
た
こ
と
で
、
横
須
賀

基
地
の
ス
タ
イ
ル
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
満
洲
事
変
を

き
っ
か
け
に
横
須
賀
は
活
況
を
取
り
戻
し
、
戦
時
体
制
強
化
の
過
程
で
周

辺
町
村
を
合
併
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
後
の
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に

は
四
町
二
村
を
合
併
し
「
大
横
須
賀
」
を
完
成
さ
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
戦

局
の
悪
化
と
と
も
に
横
須
賀
も
空
襲
を
受
け
、
敗
戦
を
迎
え
る
。

　
「
敗
戦
と
軍
港
の
戦
後
」
で
は
、
敗
戦
と
連
合
国
軍
（
ア
メ
リ
カ
軍
）

の
占
領
に
よ
っ
て
、
日
本
海
軍
の
軍
港
と
し
て
の
歴
史
を
終
え
た
横
須
賀

が
、
新
た
に
米
軍
の
軍
港
と
な
っ
て
い
く
様
が
描
か
れ
る
。

　

そ
し
て
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
「
海
軍
の
遺
し
た
も
の
」
で
は
、
本
書
全
体

の
要
約
の
後
、「
海
軍
」
を
「
歴
史
資
源
」
と
し
て
活
用
し
、
地
域
を
活

性
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
の
横
須
賀
の
姿
が
述
べ
ら
れ
る
。

本
書
か
ら
読
み
取
れ
る
横
須
賀
の
特
徴

　

本
書
に
は
、
著
者
が
関
わ
っ
て
き
た
自
治
体
史
編
纂
の
成
果
は
も
ち
ろ

ん
、「
軍
隊
と
地
域
」
研
究
、「
軍
港
都
市
史
研
究
」
の
成
果
が
凝
縮
さ
れ

て
い
る
。
本
書
は
〈
軍
港
都
市
〉
横
須
賀
の
通
史
で
も
あ
り
、
小
百
科
事

典
と
も
い
え
る
内
容
を
持
つ
。

　

軍
港
の
あ
る
都
市
は
複
数
あ
り
、
軍
隊
の
存
在
す
る
都
市
は
さ
ら
に
多

い
。
そ
れ
ら
の
都
市
に
は
共
通
点
が
み
ら
れ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
土
地
な
ら
で
は
の
特
徴
が
存
在
す
る
。
地
域
の
歴
史
を
描
く
際
に
こ
う

し
た
二
つ
の
視
点
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
両
方
に
通
じ
た
単
独
の
著
者
に

よ
る
通
史
と
し
て
、横
須
賀
の
特
徴
が
明
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、

本
書
の
強
み
で
あ
る
。
本
書
か
ら
読
み
取
れ
る
横
須
賀
の
特
徴
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
他
の
軍
港
都
市
と
比
べ
た
際
の
地
形
の
狭
隘
さ
で
あ
る
。
横
須
賀

で
は
幕
末
の
横
須
賀
製
鉄
所
の
設
置
を
起
源
と
し
て
軍
港
が
発
達
し
、
日

本
で
最
初
の
軍
港
都
市
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
後
発
の
呉
・
佐

世
保
・
舞
鶴
な
ど
は
、
横
須
賀
の
経
験
も
踏
ま
え
、
計
画
的
に
近
代
的
な

軍
港
を
つ
く
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
選
定
さ
れ
た
。
当
初
は
近
代
的
な
軍
港

を
つ
く
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
横
須
賀
は
、
後
発
の
軍
港
都
市
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と
比
べ
て
地
形
的
に
狭
隘
で
あ
り
、
軍
用
地
の
確
保
が
よ
り
困
難
と
な
っ

た
。
そ
の
こ
と
が
軍
と
地
域
社
会
の
間
の
あ
つ
れ
き
を
生
ん
だ
。

　

二
つ
目
は
、
横
須
賀
が
帝
都
で
あ
る
東
京
の
近
郊
に
位
置
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
の
軍
港
都
市
に
は
な
い
特
別
な
地
位
を
横
須
賀
に

与
え
た
。
海
軍
の
教
育
機
関
が
多
く
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
横
須
賀
は
海

軍
根
拠
地
と
し
て
だ
け
で
な
く
帝
都
防
衛
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
併
せ

持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
帝
都
東
京
と
横
須
賀
軍
港
を
防
衛
す
る
た
め
に
、

横
須
賀
を
含
む
東
京
湾
口
に
陸
軍
に
よ
り
砲
台
群
が
築
造
さ
れ
、
要
塞
砲

兵
も
置
か
れ
た
。
日
清
戦
争
を
機
に
東
京
湾
要
塞
司
令
部
も
設
置
さ
れ
て

い
る
。

　

三
つ
目
は
、
二
つ
目
の
特
徴
と
関
わ
る
が
、
横
須
賀
が
〈
軍
港
都
市
〉

で
あ
る
と
と
も
に
、
要
塞
砲
兵
の
置
か
れ
た
〈
陸
軍
の
街
〉
で
あ
る
豊
島

エ
リ
ア
、
海
軍
航
空
隊
の
置
か
れ
た
「
空
都
」
で
あ
る
田
浦
エ
リ
ア
を
も

含
む
、
複
合
的
な
〈
軍
都
・
軍
港
都
市
〉
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
地
域
に
海
・
陸
・
空
の
軍
隊
と
そ
の
施
設
が
集
積
し
て
い
る
都
市
は
、

日
本
で
は
例
が
な
い
。

　

四
つ
目
は
、
敗
戦
後
の
連
合
国
軍
（
ア
メ
リ
カ
軍
）
に
よ
る
占
領
に
特

色
が
見
ら
れ
た
こ
と
だ
。
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
四
月
、
横
須
賀
の

米
海
軍
の
第
四
代
司
令
官
と
し
て
着
任
し
、
二
五
年
六
月
ま
で
四
年
に
わ

た
っ
て
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
デ
ッ
カ
ー
大
佐
（
の
ち
少
将
）

の
影
響
の
大
き
さ
で
あ
る
。
デ
ッ
カ
ー
は
、
食
糧
不
足
に
苦
し
む
市
民
に

食
糧
を
提
供
し
た
り
、民
主
的
な
政
策
を
推
し
進
め
た
り
す
る
な
ど
し
て
、

横
須
賀
市
民
の
心
を
と
ら
え
、
さ
ら
に
横
須
賀
基
地
司
令
官
と
い
う
立
場

を
越
え
て
、市
政
に
介
入
し
た
。そ
の
こ
と
を
著
者
は「〈
ミ
ニ
・
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
〉
と
も
言
う
べ
き
デ
ッ
カ
ー
の
「
王
国
」
が
存
在
し
て
い
た
」
と
表

現
す
る
。
デ
ッ
カ
ー
の
提
言
も
あ
り
、
日
本
の
独
立
回
復
後
も
横
須
賀
基

地
は
米
海
軍
基
地
と
し
て
使
用
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
点
は
、横
須
賀
と
い
う
都
市
の
特
徴
を
考
え
る
際
だ
け
で
な
く
、

他
の
軍
事
都
市
を
論
じ
る
際
に
も
大
い
に
参
考
と
な
る
。

本
書
の
す
そ
野
の
広
が
り

　

昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
四
月
の
日
本
本
土
初
空
襲
で
あ
る
ド
ゥ
ー

リ
ッ
ト
ル
空
襲
を
は
じ
め
と
し
て
、
横
須
賀
も
空
襲
を
受
け
た
。
け
れ
ど

も
、
近
郊
の
東
京
や
横
浜
・
川
崎
、
あ
る
い
は
他
の
軍
港
都
市
の
呉
や
佐

世
保
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
被
害
は
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た
。
横
須
賀
が

ア
メ
リ
カ
陸
軍
航
空
隊
に
よ
る
戦
略
爆
撃
の
重
点
対
象
か
ら
外
れ
、
超
大

型
爆
撃
機
Ｂ
29
を
用
い
た
大
規
模
空
襲
を
受
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

横
須
賀
の
よ
う
な
重
要
軍
事
拠
点
が
な
ぜ
重
点
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
本
書
に
は
そ
の
理
由
ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
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本
書
は
広
い
読
者
を
想
定
し
た
叢
書
の
一
冊
と
し
て
の
性
格
上
、
分
量

や
記
述
に
お
い
て
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
本
書
を
読
ん
で
疑
問
に
感

じ
た
り
、
さ
ら
に
深
く
知
り
た
い
と
思
っ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
記

述
の
も
と
に
な
っ
た
研
究
に
当
た
ろ
う
。
大
規
模
な
空
襲
を
受
け
な
か
っ

た
理
由
に
つ
い
て
、
著
者
は
横
須
賀
の
空
襲
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
「
米
英
海
軍
に
よ
る
空
襲
と
横
須
賀
」（『
市
史
研
究
横

須
賀
』
第
一
三
号
、
二
〇
一
四
年
）
の
中
で
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
の
陸
軍
航
空
隊
が
横
須
賀
へ
の
攻
撃
作
戦
の
大
部
分
を
海
軍
航

空
隊
に
任
せ
た
こ
と
、
米
海
軍
は
都
市
へ
の
爆
撃
よ
り
も
艦
船
の
破
壊
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
米
陸
軍
航
空
隊
も
東
京
に
比
べ
て
は
る
か
に

重
要
度
が
低
く
、
軍
港
と
し
て
防
御
体
制
が
固
め
ら
れ
味
方
に
犠
牲
が
想

定
さ
れ
る
横
須
賀
へ
の
攻
撃
に
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

本
書
を
海
に
浮
か
ぶ
島
に
例
え
る
な
ら
ば
、
海
上
に
出
て
い
る
部
分
以

外
に
、
海
面
下
に
は
そ
れ
を
支
え
る
広
い
研
究
の
す
そ
野
が
広
が
っ
て
い

る
と
表
現
で
き
よ
う
。
日
本
を
代
表
す
る
軍
港
都
市
の
通
史
が
刊
行
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
軍
港
都
市
史
研
究
は
、
さ
ら
な
る
段
階
に
進
み
、「
地

域
と
軍
隊
」
研
究
の
蓄
積
も
厚
み
を
増
し
た
。
戦
争
と
平
和
、
都
市
化
、

在
日
米
軍
、
歴
史
の
活
用
な
ど
、
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
、
日
本
や
世

界
、
地
域
の
過
去
・
現
在
・
未
来
を
考
え
る
う
え
で
も
有
用
で
あ
る
。
横

須
賀
の
街
と
そ
こ
に
住
む
人
々
へ
の
愛
に
あ
ふ
れ
た
本
書
が
広
く
読
ま
れ

る
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
。

　
（
四
六
判
、
三
三
九
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
八
月
発
行
、
定

価
二
一
〇
〇
円
＋
税
）


